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細
川
幽
斎
の
明
石
岡
詠

―
『
衆
妙
集
』
六
四
五
番
歌
を
め
ぐ
っ
て

―

中

村

健

史

1

細
川
幽
斎
の
家
集
『
衆
妙
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
和
歌
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。

明
石
の
岡
訪
ね
て
み
侍
り
し
に
、
松
の
木
立
ち
古
り
た
る
を

昔
の
跡
と
里
人
の
教
へ
侍
れ
ば

夕
日
影
明
石
の
岡
の
跡
訪
へ
ば
昔
覚
ゆ
る
松
風
ぞ
吹
く

（
『
衆
妙
集
』
六
四
五
）

お
お
む
ね
「
夕
日
の
光
が
あ
か
あ
か
と
差
し
こ
む
明
石
の
岡
に
古
跡
を
訪

ね
る
と
、
昔
を
思
わ
せ
る
松
風
が
吹
く
」
と
い
う
ほ
ど
の
内
容
か
。
た
だ

し
「
跡
」
や
「
昔
」
と
い
っ
た
言
葉
が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
、
か
な

ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
「
昔
の
跡
と
里
人
の
教
へ
侍
れ
ば
」
な
る

詞
書
か
ら
は
「
こ
こ
が
か
の
有
名
な
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
口
吻
さ
え
う

か
が
え
る
が
、
現
代
の
読
者
が
『
衆
妙
集
』
の
み
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
理

解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。

作
者
の
意
図
は
は
た
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
さ
さ
や
か

な
が
ら
一
首
の
注
解
を
試
み
た
い
。

2

幽
斎
が
典
拠
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
で
は
な

い
か
と
思
う
。
冒
頭
近
い
あ
た
り
に
、

浜
の
さ
ま
、
げ
に
い
と
心
こ
と
な
り
。
人
し
げ
う
見
ゆ
る
の
み
な
む
、

御
願
ひ
に
そ
む
き
け
る
。
入
道
の
領
じ
占
め
た
る
所
々
、
海
の
つ
ら

ら
う

に
も
山
隠
れ
に
も
、
時
々
に
つ
け
て
興
を
さ
か
す
べ
き
渚
の
苫
屋
、

行
ひ
を
し
て
後
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
す
ま
し
つ
べ
き
山
水
の
つ
ら

に
、
い
か
め
し
き
堂
を
建
て
て
三
昧
を
行
ひ
、
こ
の
世
の
ま
う
け
に
、

秋
の
田
の
実
を
刈
り
を
さ
め
、
残
り
の
齢
積
む
べ
き
稲
の
倉
町
ど
も

な
ど
、
を
り
を
り
所
に
つ
け
た
る
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
し
集
め
た
り
。

高
潮
に
懼
ぢ
て
、
こ
の
ご
ろ
、
娘
な
ど
は
岡
辺
の
宿
に
移
し
て
住
ま

お

は
せ
け
れ
ば
、
こ
の
浜
の
館
に
心
や
す
く
お
は
し
ま
す
。

「
明
石
は
た
い
へ
ん
風
光
明
媚
で
、
た
だ
人
が
多
い
こ
と
だ
け
が
源
氏
の

ご
希
望
に
沿
わ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
入
道
の
所
領
に
は
、
海
岸
に
も
、
山

の
ほ
う
に
も
、
季
節
ご
と
、
所
が
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
見
ど
こ
ろ
が
集
め
て

あ
る
。
折
々
に
興
趣
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
渚
の
苫
屋
も
あ
れ
ば
、
山
川
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の
か
た
わ
ら
に
は
立
派
な
三
昧
堂
も
あ
り
、
ま
た
稲
を
刈
り
お
さ
め
る
た

め
の
倉
町
な
ど
、
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
高
潮
を
恐
れ
、
娘
な
ど

は
岡
の
家
に
移
し
て
あ
っ
た
の
で
、
源
氏
は
浜
の
館
で
気
楽
に
お
過
ご
し

に
な
る
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
「
岡
辺
の
宿
」
の
跡
こ
そ
が
、『
衆

妙
集
』
に
い
わ
ゆ
る
「
明
石
の
岡
」
で
は
あ
る
ま
い
か

（
一
）

。

源
氏
は
浜
の
館
か
ら
岡
辺
の
宿
へ
と
通
い
、
「
娘
」
、
つ
ま
り
明
石
の
君

と
契
り
を
交
わ
す
。
山
隠
れ
に
あ
る
女
の
住
ま
い
は
、
物
語
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

造
れ
る
さ
ま
、
木
深
く
、
い
た
き
と
こ
ろ
ま
さ
り
て
、
見
ど
こ
ろ
あ

る
住
ひ
な
り
。
海
の
つ
ら
は
い
か
め
し
う
お
も
し
ろ
く
、
こ
れ
は
心

細
く
住
み
た
る
さ
ま
、
こ
こ
に
ゐ
て
、
思
ひ
残
す
こ
と
は
あ
ら
じ
と

す
ら
む
と
、
お
ぼ
し
や
る
に
、
も
の
あ
は
れ
な
り
。
三
昧
堂
近
く
て
、

鐘
の
声
、
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
、
も
の
悲
し
う
、
岩
に
生
ひ
た
る
松

の
根
ざ
し
も
、
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
な
り
。
前
栽
ど
も
に
虫
の
声
を
尽

く
し
た
り
。
こ
こ
か
し
こ
の
あ
り
さ
ま
な
ど
御
覧
ず
。
娘
住
ま
せ
た

る
か
た
は
、
心
こ
と
に
磨
き
て
、
月
入
れ
た
る
真
木
の
戸
口
、
け
し

き
ば
か
り
お
し
あ
け
た
り
。

「
こ
の
宿
は
木
深
く
、
趣
向
に
富
ん
だ
造
作
で
、
「
浜
の
館
」
が
立
派
で

風
流
な
の
に
対
し
、
ひ
っ
そ
り
と
住
ま
う
様
子
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
と

こ
ろ
に
日
を
送
れ
ば
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
物
思
い
を
尽
く
す
で
あ
ろ
う
、

と
ご
想
像
な
さ
る
に
つ
け
、
ど
こ
と
な
く
あ
わ
れ
な
感
じ
が
す
る
。
三
昧

堂
に
近
い
せ
い
で
、
松
風
が
鐘
の
声
と
響
き
あ
っ
て
も
の
悲
し
く
、
巌
上

の
松
の
根
さ
え
も
趣
深
い
。
前
栽
に
放
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
虫
が
鳴
く
な
か
、

源
氏
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
ご
覧
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
娘
の
い
る
あ
た
り

は
い
っ
そ
う
念
入
り
に
磨
き
た
て
、
月
の
差
し
こ
む
真
木
の
妻
戸
が
か
た

ち
だ
け
開
け
て
あ
る
」
。

引
用
中
「
松
風
」
「
岩
に
生
ひ
た
る
松
」
な
ど
の
表
現
が
幽
斎
歌
と
重

な
る
。
ち
な
み
に
明
石
巻
で
は
、
入
道
が
源
氏
の
琴
に
聞
き
い
る
場
面
に

も

広
陵
と
い
ふ
手
を
、
あ
る
限
り
弾
き
す
ま
し
た
ま
へ
る
に
、
か
の
岡

辺
の
家
も
、
松
の
響
き
波
の
音
に
合
ひ
て
、
心
ば
せ
あ
る
若
人
は
身

に
し
み
て
思
ふ
べ
か
め
り
。

「
お
弾
き
に
な
る
『
広
陵
』
の
曲
が
、
岡
辺
の
家
で
は
松
風
や
波
音
に
ま

じ
っ
て
聞
こ
え
て
い
よ
う
。
た
し
な
み
の
あ
る
若
い
女
房
な
ど
は
、
身
に

し
み
て
思
う
に
違
い
な
い
」
と
あ
っ
て
、
山
住
み
の
心
細
さ
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
繰
り
か
え
し
「
松
の
響
き
」
が
描
か
れ
る
の
だ
っ
た
。
一
首

は
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
に
基
づ
く
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。

も
と
よ
り
明
石
の
君
と
の
出
会
い
が
源
氏
の
運
命
を
大
き
く
変
え
た
こ

と
は
人
も
よ
く
知
る
と
こ
ろ
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
「
明
石
の
岡
」
は
こ

と
さ
ら
忘
れ
が
た
い
土
地
と
し
て
読
者
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
和

歌
に
詠
ま
れ
る
べ
き
素
地
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3

し
か
し
、
た
と
え
ば
『
歌
枕
名
寄
』
に

明
石

浦

浜

潟

瀛

渡

泊

お
き
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と
あ
る
よ
う
に
（
巻
三
十
一
）
、
明
石
と
い
え
ば
「
浦
」
「
浜
」
「
潟
」
な

ど
水
辺
の
景
を
う
た
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
『
衆
妙
集
』
が
取
り
あ
げ
る

以
前
、
「
岡
」
を
詠
ん
だ
和
歌
は
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
。
以
下
で
は
そ

の
表
現
史
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
古
い
例
と
し
て
は
『

勝
四
天
王
院
障
子

和
歌
』
の
定
家
詠
が
挙
げ
ら
れ
る
。

明
石
潟
い
さ
を
ち
こ
ち
も
白
露
の
岡
辺
の
里
の
波
の
月
影

（
『
拾
遺
愚
草
』
一
九
三
三
）

題
は
「
明
石
浦
」。
久
保
田
淳
氏
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
（
河
出
書
房

新
社
、
一
九
八
五
～
八
六
年
）
、
渡
辺
裕
美
子
氏
『

勝
四
天
王
院
障
子

和
歌
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

第
二
句
は
源
氏
が
明
石
の
君
に
贈
っ
た
「
を
ち
こ
ち
も
知
ら
ぬ
雲
居
に
な

が
め
わ
び
か
す
め
し
宿
の
梢
を
ぞ
と
ふ
」
を
踏
ま
え
る
（
明
石
巻
）
。
「
岡

辺
の
里
か
ら
見
や
る
と
、
明
石
潟
は
遠
い
の
か
近
い
の
か
も
分
か
ら
な
い
。

月
光
が
波
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
輝
い
て
い
る
か
ら
」
。

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
つ
と
に
俊
成
に
「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ
み
は
遺

恨
の
事
な
り
」
（
『
六
百
番
歌
合
』
判
）
の
言
が
あ
り
、
定
家
自
身
も
ま
た

物
語
に
対
す
る
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
す
で
に
し
て
『
源
氏
』
を
典

拠
と
す
べ
き
条
件
は
整
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
多
人
数
の
競
作
の
場
で
は
、

な
る
だ
け
同
類
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら
き
が
ち
だ
っ
た

（
二
）

。

人
の
詠
み
そ
う
に
な
い
本
説
を
あ
え
て
探
し
も
と
め
た
結
果
、
作
者
は
「
岡

辺
の
里
」
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
こ
の
定
家
詠
が
先
蹤
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
や
や
く
だ
っ

て
『
続
古
今
集
』
雑
中
に
は
「
中
務
卿
親
王
家
百
首
歌
に
」
と
し
て

明
石
潟
波
の
音
に
や
通
ふ
ら
む
浦
よ
り
遠
方
の
岡
の
松
風

（
『
続
古
今
集
』
雑
中
・
一
六
五
二
、
鷹
司
院
帥
）

「
遠
く
岡
辺
の
あ
た
り
で
は
、
波
の
音
に
松
風
が
響
き
あ
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
作
品
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
木
村
尚
志
氏
ほ
か
『
和
歌
文

学
大
系

続
古
今
和
歌
集
』
（
明
治
書
院
、
二
〇
一
九
年
）
に
「
か
の
岡

辺
の
家
も
、
松
の
響
き
波
の
音
に
合
ひ
て
、
心
ば
せ
あ
る
若
人
は
身
に
し

み
て
思
ふ
べ
か
め
り
」
（
明
石
巻
）
を
意
識
す
る
と
注
釈
す
る
。
な
お
、

第
四
句
は
源
氏
が
紫
の
上
に
贈
っ
た
「
遥
か
に
も
思
ひ
や
る
か
な
知
ら
ざ

り
し
浦
よ
り
を
ち
に
浦
伝
ひ
し
て
」（
同
前
）
が
典
拠
（
木
船
重
昭
氏
『
続

古
今
和
歌
集
全
注
釈
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
四
年
）
及
び
『
和
歌
文

学
大
系
』
参
照
）。

さ
ら
に
は
「
宗
良
親
王
千
首
」
に
も
、
岡
辺
の
宿
に
通
い
な
れ
た
こ
ろ

の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

明
石
潟
浦
路
は
月
に
訪
ひ
慣
れ
つ
住
ま
ひ
ゆ
か
し
き
岡
の
家
か
な

（
「
宗
良
親
王
千
首
」
四
〇
九
「
岡
月
」
）

上
句
の
「
月
に
訪
ひ
慣
れ
つ
」
は
、
八
月
十
三
夜
に
源
氏
が
明
石
の
君
を

は
じ
め
て
訪
う
た
こ
と
を
指
す
。「
岡
月
」
と
い
う
題
か
ら
『
源
氏
物
語
』

を
連
想
す
る
ほ
ど
、
両
者
の
結
び
つ
き
は
強
か
っ
た
ら
し
い
。

室
町
時
代
に
入
る
と
、
正
徹
『
草
根
集
』
に

明
石
潟
岡
辺
も
浜
も
見
し
人
の
絶
え
た
る
峰
に
月
ぞ
残
れ
る

（
正
徹
『
草
根
集
』
四
〇
五
三
「
嶺
上
月
」
）

明
石
潟
浦
風
曇
る
高
潮
も
及
ば
ぬ
岡
に
澄
め
る
月
影
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（
同
四
一
六
七
「
岡
上
月
」
）

「
岡
辺
に
も
浜
に
も
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
く
な
り
、
孤
峰
に
月
だ
け
が

か
か
っ
て
い
る
」
「
月
影
の
澄
む
岡
辺
の
宿
は
、『
源
氏
物
語
』
に
「
高
潮

に
懼
ぢ
て
」
云
々
と
記
す
と
お
り
、
浦
風
が
く
も
る
ほ
ど
の
高
潮
で
も
平

気
だ
」
と
あ
る
ほ
か
、
下
冷
泉
政
為
が
「
播
州
細
川
庄
へ
下
向
」
し
た
際

の
贈
答
歌
に

明
石
潟
岡
辺
の
月
の
秋
ま
で
も
身
を
ば
頼
ま
で
行
く
空
は
憂
し

（
下
冷
泉
政
為
『
碧
玉
集
』
一
三
六
一
）

と
見
え
、
三
条
西
実
隆
も
「
岡
上
月
」
の
題
で

眺
む
ら
ん
梢
も
さ
ぞ
な
明
石
潟
訪
は
ば
や
月
に
岡
の
辺
の
宿

（
三
条
西
実
隆
『
雪
玉
集
』
一
二
三
）

「
月
影
に
岡
辺
の
宿
を
訪
ね
た
い
も
の
だ
。
眺
め
る
梢
も
さ
ぞ
明
る
い
こ

と
だ
ろ
う
」
と
う
た
っ
て
い
た
（
第
二
句
は
前
引
明
石
巻
「
を
ち
こ
ち
も
」

歌
に
拠
る
）
。

た
だ
し
、
直
接
「
明
石
の
岡
」
と
い
う
言
葉
を
詠
み
こ
ん
だ
作
品
と
し

て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
正
徹
歌
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。

雪
積
も
る
都
の
冬
を
し
め
し
だ
に
同
じ
明
石
の
岡
の
松
陰

（
正
徹
『
草
根
集
』
六
〇
三
〇
「
岡
雪
」
）

一
首
は
「
雪
の
積
も
る
大
堰
川
で
冬
を
過
ご
し
た
の
す
ら
、
岡
辺
の
宿
の

松
陰
と
変
わ
り
は
な
か
っ
た
」
の
意
か
。
雪
の
降
る
日
、
大
堰
川
の
別
邸

で
明
石
の
君
が
姫
君
を
源
氏
に
託
す
場
面
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
（
薄

雲
巻
）
。
物
語
中
に
「
こ
の
雪
す
こ
し
解
け
て
わ
た
り
た
ま
へ
り
。
例
は

待
ち
き
こ
ゆ
る
に
、
さ
な
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
に
よ
り
、
胸
う
ち
つ
ぶ

れ
て
、
人
や
り
な
ら
ず
お
ぼ
ゆ
」
、
恋
し
い
人
が
来
る
の
は
う
れ
し
い
が
、

親
子
の
別
れ
は
胸
が
つ
ぶ
れ
る
、
と
い
う
文
章
が
あ
る
か
ら
、
作
者
は
「
明

石
に
い
る
と
き
と
変
わ
ら
ず
、
さ
び
し
い
山
里
に
い
て
物
思
い
は
種
々
つ

き
る
こ
と
が
な
い
」
と
感
慨
を
述
べ
た
の
だ
ろ
う
。

弟
子
の
正
広
に
も
「
更
け
に
け
り
月
に
待
つ
夜
の
真
木
の
戸
も
か
く
や

明
石
の
岡
の
辺
の
宿
」
（
正
広
『
松
下
集
』
八
五
五
）
、
「
あ
た
ら
夜
と
ひ

と
り
や
風
の
慕
ふ
ら
ん
月
も
明
石
の
岡
の
辺
の
宿
」
（
同
二
四
八
二
）
な

ど
の
詠
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
歌
語
と
し
て
の
「
明
石
の
岡
」
は
正

徹
周
辺
に
は
じ
ま
る
も
の
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
た
範

囲
は
思
い
の
ほ
か
狭
く
、
右
の
ほ
か
に
は
か
ろ
う
じ
て

あ
か
れ
め
や
叩
く
水
鶏
に
聞
き
添
へ
て
幾
夜
明
石
の
岡
の
松
風

（
松
永
貞
徳
『
逍
遥
集
』
三
〇
七
一
）

が
あ
る
程
度
だ
っ
た
（
『
歌
枕
名
寄
』
に
も
立
項
さ
れ
な
い
）（

三
）

。

注
目
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
連
歌
に
お
け
る
用
例
で
は
な
い
か
。
す
な
わ

ち
、
古
く
は
「
永
享
四
年
九
月
十
三
日
賦
何
人
連
歌
」
に

山
よ
り
も
野
に
猶
須
磨
の
月
晴
て

聖

夜
こ
そ
あ
か
し
の
岡
の
薄
霧

覚
阿

（
「
永
享
四
年
九
月
十
三
日
賦
何
人
連
歌
」
六
七
～
六
八
）
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「
須
磨
に
月
が
晴
れ
る
と
き
に
は
、
一
夜
を
過
ご
す
明
石
の
岡
も
霧
が
薄

ら
ぐ
」
と
見
え
（
『
宗
祇
時
代
連
歌
』
所
収
）
、
以
後
少
な
か
ら
ぬ
作
品
が

残
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
覚
阿
の
句
が
「
岡
の
薄
霧
」
と
す
る
の
は
、

伝
人
麻
呂
歌
「
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
隠
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ

思
ふ
」
（
『
古
今
集
』
羈
旅
・
四
〇
九
）
が
典
拠
。
伊
予
大
三
島
宮
蔵
「
長

禄
三
年
千
句
」
に

月
に
こ
そ
な
ぐ
さ
み
も
あ
れ
須
磨
の
秋

代

あ
か
し
の
岡
の
た
つ
や
う
き
霧

秀

（
「
長
禄
三
年
千
句
」
第
十
・
七
五
～
七
六
）

と
あ
る
の
も
ほ
ぼ
同
工
の
発
想
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
叙
景
的
な
色
彩
が
濃

く
、
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
は
や
や
後
景
に
退
い
て
い
る
が
、
他
方
、
た

と
え
ば
宗
砌
の
「
お
も
ひ
ぞ
た
え
ぬ
独
ね
の
月
／
長
夜
を
明
石
の
岡
の
草

枕
」
（
大
阪
天
満
宮
本
『
宗
砌
句
集
』
九
三
四
）
は
明
ら
か
に
光
源
氏
を

俤
と
す
る
。
ま
た
「
河
越
千
句
」
で
も
明
石
の
君
が
琴
の
上
手
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
て

分
す
て
ゝ
誰
い
な
み
野
ゝ
草
枕

宗
祇

と
ま
れ
あ
か
し
の
を
か
ご
へ
の
宿

心
敬

心
の
み
引
琴
の
音
は
聞
あ
か
で

満
助

ひ
く

（
「
河
越
千
句
」
第
九
・
三
九
～
四
一
）

「
「
を
か
ご
へ
の
宿
」
に
一
夜
を
過
ご
し
て
、
琴
の
音
色
に
聞
き
あ
き
る

こ
と
は
な
い
」
と
う
た
う
の
だ
っ
た
。
な
お
、
宗
祇
に
は
「
遠
し
ま
か
げ

は
た
だ
浪
の
こ
ゑ
／
霞
む
夜
の
あ
か
し
の
岡
辺
鐘
な
り
て
」（
吉
川
本
『
老

葉
』
一
四
七
〇
）
な
ど
の
作
も
あ
り
、
や
は
り
明
石
巻
の
本
文
（
「
三
昧

堂
近
く
て
、
鐘
の
声
、
松
風
に
響
き
あ
ひ
て
」
）
に
拠
る
。

こ
の
よ
う
に
連
歌
の
世
界
で
は
「
明
石
の
岡
」
が
し
か
る
べ
き
名
所
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
俳
諧
書
で
は
あ
る
が
、
野
々
口
立
圃
『
は
な
ひ

草
』
非
水
辺
分
の
条
に
は

一

難
波

寺

、
志
賀
、
住
吉
、
佐
野
の
わ
た
り
、
須
磨
の
上
野
、
明
石

の
岡
（
下
略
）

と
列
挙
さ
れ
る
ほ
ど
で
、
近
世
初
期
に
は
一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
持
つ
語
で

あ
っ
た
ら
し
い

（
四
）

。
幽
斎
の
歌
が
定
家
や
正
徹
を
意
識
し
て
い
る
の
は

た
し
か
だ
が
、
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
付
合
文
芸
の
影
響
を
つ
よ
く

受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

4

「
明
石
の
岡
」
は
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
を
典
拠
と
し
、
室
町
時
代
な

か
ご
ろ
か
ら
和
歌
、
連
歌
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
表
現
で
あ
る
。
中

世
人
に
と
っ
て
は
相
応
に
な
じ
み
の
あ
る
言
い
ま
わ
し
で
、
だ
か
ら
こ
そ

『
衆
妙
集
』
の
な
か
に
も
詠
み
こ
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
詞

書
に
い
わ
ゆ
る
「
昔
の
跡
」
は
お
そ
ら
く
岡
辺
の
宿
を
指
す
も
の
と
見
て

よ
い
。

だ
が
、
幽
斎
の
歌
を
読
む
う
え
で
、
ほ
か
の
典
拠
を
考
え
て
み
る
必
要

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

夕
日
影
明
石
の
岡
の
跡
訪
へ
ば
昔
覚
ゆ
る
松
風
ぞ
吹
く
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特
に
気
に
か
か
る
の
は
第
四
句
「
昔
覚
ゆ
る
」
で
あ
る
。
「
松
の
木
立
ち

古
り
た
る
を
昔
の
跡
と
里
人
の
教
へ
侍
れ
ば
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
れ

ば
、
こ
れ
が
作
者
の
感
懐
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で

『
源
氏
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
も
描
か
れ
る
の
だ
っ
た
。

松
風
巻
、
姫
君
を
出
産
し
た
明
石
の
君
は
、
母
尼
君
と
と
も
に
京
に
の

ぼ
り
、
大
堰
川
の
あ
た
り
に
か
く
れ
住
む
。
心
細
げ
な
山
荘
の
た
た
ず
ま

い
は
い
か
に
も
日
陰
の
身
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
、
ど
こ
と
な
く
岡
辺

の
宿
を
思
わ
せ
る
。

な
か
な
か
も
の
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、
捨
て
し
家
居
も
恋
し
う
、
つ
れ

づ
れ
な
れ
ば
、
か
の
御
か
た
み
の
琴
を
掻
き
鳴
ら
す
。
を
り
の
い
み

き
ん

じ
う
忍
び
が
た
け
れ
ば
、
人
離
れ
た
る
か
た
に
う
ち
と
け
て
す
こ
し

弾
く
に
、
松
風
は
し
た
な
く
響
き
あ
ひ
た
り
。
尼
君
、
も
の
悲
し
げ

に
寄
り
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
起
き
あ
が
り
て

身
を
か
へ
て
ひ
と
り
帰
れ
る
山
里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ

吹
く

源
氏
の
訪
れ
は
絶
え
て
な
い
。
物
思
い
の
種
は
つ
き
も
せ
ず
、
捨
て
た
は

ず
の
故
郷
が
恋
し
く
思
わ
れ
て
、
明
石
の
君
は
つ
れ
づ
れ
の
あ
ま
り
形
見

の
琴
を
か
き
鳴
ら
す
の
だ
っ
た
。
悲
し
み
を
こ
ら
え
き
れ
な
い
ま
ま
、
人

気
の
な
い
と
こ
ろ
で
弾
い
て
い
る
と
、
松
籟
が
遠
慮
も
な
く
響
き
あ
う
。

起
き
あ
が
っ
た
尼
君
が
「
ま
っ
た
く
別
の
世
界
の
よ
う
な
こ
の
山
里
に
ひ

と
り
帰
っ
て
く
る
と
、
昔
聞
い
た
の
と
よ
く
似
た
松
風
が
吹
い
て
い
る
」

と
歌
を
詠
む
。
巻
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
一
首
で
あ
る
。

「
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
」
が
「
か
つ
て
こ
の
館
で
聞
い
た
」
の
意
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
同
時
に
「
捨
て
し
家
居
」
、
つ

ま
り
明
石
の
岡
の
そ
れ
を
も
あ
ら
わ
す
と
幽
斎
は
考
え
て
い
た
。
実
際
に

彼
の
『
源
氏
巻
名
和
歌
』
に
は
、

松
風

独
こ
し
此
山
陰
の
心
し
れ
お
も
ひ
を
か
べ
の
や
ど
の
松
か
ぜ

（
細
川
幽
斎
『
源
氏
巻
名
和
歌
』
）

「
ひ
と
り
う
つ
り
住
ん
だ
山
陰
の
心
細
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
岡
辺
の
宿

の
「
松
か
ぜ
」
が
し
き
り
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
作
品
が
残
さ
れ

て
い
る
。
尼
君
と
明
石
の
君
、
い
ず
れ
の
立
場
に
よ
る
も
の
か
は
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
「
捨
て
し
家
居
も
恋
し
う
」
と
い
う
本
文
を
踏
ま
え
、
光

源
氏
と
の
契
り
を
強
調
す
る
た
め
に
「
を
か
べ
の
や
ど
」
を
う
た
っ
た
ら

し
い
。
お
そ
ら
く
歌
人
は
明
石
巻
と
松
風
巻
を
ひ
と
つ
ら
な
り
の
も
の
と

し
て
理
解
し
、
大
堰
の
邸
を
岡
辺
の
宿
に
重
ね
な
が
ら
『
源
氏
』
を
読
ん

で
い
た
の
だ
ろ
う
。
「
聞
き
し
に
似
た
る
」
と
い
う
措
辞
を
、
明
石
で
過

ご
し
た
日
々
へ
の
追
憶
、
今
は
か
え
ら
ぬ
過
去
へ
の
慨
嘆
と
と
ら
え
た
の

で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
『
衆
妙
集
』
の
「
昔
覚
ゆ
る
松
風
ぞ
吹
く
」
も
ま
た
松
風

巻
を
意
識
す
る
可
能
性
が
高
い
。
幽
斎
は
「
尼
君
が
京
に
あ
っ
て
、
か
つ

て
過
ご
し
た
明
石
の
岡
の
松
籟
を
し
の
ん
だ
よ
う
に
、
わ
た
し
も
風
の
音

に
い
に
し
え
を
思
う
の
だ
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
二
つ
の

和
歌
が
と
も
に
「
松
風
ぞ
吹
く
」
を
結
句
と
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
推

測
の
裏
づ
け
と
な
る
に
違
い
な
い
。

5
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幽
斎
は
明
石
巻
を
本
説
と
す
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
じ
つ
に
手
の
込

ん
だ
方
法
で
「
昔
の
跡
」
を
詠
ん
だ
。
背
景
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
歌
は
『
玄
旨
様
御
歌
』
で
は

播
州
御
陣
の
時
、
所
々
見
物
の
次
に
明
石
の
浦
に
て
夜
更
る

つ
い
で

ま
で
月
を
み
て

あ
か
し
方
か
た
ぶ
く
月
も
ゆ
く
舟
も
あ
か
ぬ
詠
に
し
ま
が
く
れ
つ
ゝ

な
が
め

赤
石
の
岡
尋
て
見
侍
り
し
に
、
松
の
木
だ
ち
ふ
り
た
る
を
む

か
し
の
あ
と
ゝ
里
人
の
を
し
へ
侍
れ
ば

夕
日
影
あ
か
し
の
岡
の
あ
と
と
へ
ば
昔
お
ぼ
ゆ
る
松
風
ぞ
吹

と
配
列
さ
れ
て
お
り

（
五
）

、
天
正
六
年
六
月
（
一
五
七
八
年
）
、
豊
臣
秀
吉

の
毛
利
攻
め
に
し
た
が
っ
て
「
高
砂
（
現
兵
庫
県
高
砂
市
一
帯
）
に
近
い

刀
田
寺
に
陣
を
取
っ
た
」
時
期
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
加
藤
弓
枝

氏
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選

細
川
幽
斎
』
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一

二
年
）。

本
稿
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
「
あ
か
し
方
」
の
一
首
で
あ
る
（
『
衆

妙
集
』
三
八
四
）
。
「
明
石
潟
に
傾
く
月
も
、
漕
ぎ
だ
し
て
ゆ
く
舟
も
、
眺

め
て
い
る
う
ち
に
島
陰
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
い
つ
ま
で
も
見
飽
き
る
こ
と

の
な
い
景
色
だ
」。
加
藤
氏
著
は
典
拠
と
し
て
、
伝
柿
本
人
麻
呂

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
隠
れ
ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

（
『
古
今
集
』
羈
旅
・
四
〇
九
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

を
挙
げ
る
が
、
幽
斎
の
詠
み
ぶ
り
は
あ
た
か
も
本
歌
の
視
線
を
そ
の
ま
ま

な
ぞ
る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
。

「
明
石
の
浦
」
を
訪
ね
た
旅
人
は
、
た
だ
「
夜
更
る
ま
で
月
を
」
遠
望

す
る
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
人
麻
呂
と
同
じ
よ
う
に
味
わ
う
の

で
な
け
れ
ば
、
明
石
の
月
影
も
意
味
は
な
い
。
彼
は
そ
う
考
え
た
の
で
あ

る
。
た
し
か
に
「
朝
霧
」
の
か
か
る
直
前
、
夜
明
け
の
風
景
を
う
た
っ
た

の
は
作
者
の
創
意
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
の
本
質
は
む
し
ろ
『
古
今

集
』
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
「
あ
か
ぬ
詠
」
を
賞
翫
し
よ
う
と
す
る
態
度
に

な
が
め

あ
っ
た
。

同
じ
こ
と
が
「
夕
日
影
」
の
歌
に
も
言
え
る
。
「
明
石
の
岡
」
を
前
に

し
て
、
心
に
湧
き
あ
が
る
懐
旧
の
念
を
幽
斎
は
古
人
と
分
か
ち
あ
お
う
と

し
た
。
み
ず
か
ら
の
感
情
を
先
蹤
の
う
ち
に
溶
か
し
こ
み
、
二
重
写
し
に

し
て
表
現
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。
け
れ
ど
も
明
石
巻
に
岡
辺
の
宿
を
な
つ

か
し
む
言
葉
は
な
い
。
明
石
の
君
や
尼
君
が
自
分
た
ち
の
住
み
ど
こ
ろ
を

ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
す
な

わ
ち
こ
こ
に
松
風
巻
を
本
説
と
す
べ
き
理
由
が
生
じ
る
。
旅
人
の
憧
憬
を

『
源
氏
物
語
』
の
作
中
人
物
に
重
ね
る
と
す
れ
ば
、
大
堰
川
の
ほ
と
り
で

郷
愁
に
か
ら
れ
る
尼
君
こ
そ
う
っ
て
つ
け
の
相
手
だ
っ
た
。

現
代
人
の
多
く
は
「
明
石
の
岡
」
を
た
だ
岡
と
し
て
眺
め
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
十
六
世
紀
に
と
っ
て
の
名
所
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
風
景
は
積
み
か
さ
ね
ら
れ
た
物
語
や
和
歌
の
伝
統
を
透
か
し
な
が
ら

享
受
さ
れ
る

（
六
）

。
対
象
を
裸
眼
で
と
ら
え
る
な
ど
と
い
う
無
作
法
は
心

な
き
者
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
。
『
衆
妙
集
』
の
時
代
、
人
は
な
お
文
学
的

に
見
、
文
学
的
に
書
く
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
七
）

。

［
注
］

（
一
）
な
お
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
の
古
注
釈
で
は
、
明
石
の
君
の
住
ま
い
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を
「
岡
辺
の
や
ど
（
家
）」
と
呼
ぶ
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
た
。「
つ
く
れ
る

さ
ま

岡
辺
の
や
ど
を
い
へ
り
」
「
こ
れ
は
心
ぼ
そ
く

岡
辺
の
や
ど
物
あ

は
れ
な
る
さ
ま
也
」（
三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』
）
、「
か
の
岡
辺
の
家
も

明

石
上
の
す
む
か
た
也
」
（
中
院
通
勝
『
岷
江
入
楚
』
）
。
物
語
の
な
か
に
そ
の

よ
う
な
字
句
が
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
『
源
氏
』
を
論
じ
る
際
の
用
語

と
し
て
固
定
化
し
、
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
幽
斎
の
和
歌
を
考

え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

（
二
）
田
村
柳
壱
氏
「
建
保
三
年
内
裏
名
所
百
首
考

―
解
説
に
代
え
て

―
」

（
『
内
裏
名
所
百
首
』
所
収
、
古
典
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
は
同
百
首
歌
に

つ
い
て
、
歌
歴
の
浅
い
詠
進
者
が
多
い
こ
と
、
名
所
歌
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
同
類
に
陥
る
可
能
性
が
高
く
、
定
家
は
「
自
作
に
対
し
て
も
、
他
の
作

者
と
同
じ
本
歌
を
取
り
用
い
な
い
よ
う
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
お
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
詠
み
替
え
す
ら
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
三
）
正
広
歌
の
う
ち
「
真
木
の
戸
」
は
「
月
入
れ
た
る
真
木
の
戸
口
、
け
し
き

ば
か
り
お
し
あ
け
た
り
」（
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
）
、「
あ
た
ら
夜
」
は
「
十

三
日
の
月
の
は
な
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
た
だ
「
あ
た
ら
夜
の
」
と
聞

こ
え
た
り
」（
同
前
）
に
基
づ
く
。
ま
た
、
貞
徳
歌
「
水
鶏
に
聞
き
添
へ
て
」

は
明
石
の
入
道
が
源
氏
の
箏
に
聞
き
い
る
場
面
で
、
浜
の
館
が
「
た
だ
そ
こ

は
か
と
な
う
茂
れ
る
蔭
ど
も
な
ま
め
か
し
き
に
、
水
鶏
の
う
ち
た
た
き
た
る

は
、「
誰
が
門
さ
し
て
」
と
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
」（
同
前
）
と
描
写
さ
れ
る

の
を
踏
ま
え
て
お
り
、
結
句
「
岡
の
松
風
」
は
琴
の
音
の
隠
喩
と
思
し
い
。

（
四
）「
さ
ぞ
な
あ
か
し
の
岡
の
屋
作
／
柿
の
本
の
人
丸
太
を
や
は
こ
ぶ
ら
ん
」（
『
境

や
づ
く
り

海
草
』
七
二
九
、
阿
知
子
顕
成
）
、
「
ほ
ん
の
り
と
色
や
明
石
の
岡
つ
つ
じ
」

（
『
続
山
井
』
二
四
四
六
、
川
辺
友
久
）
、
「
或
時
は
琴
を
枕
の
お
ん
つ
も
り

／
明
石
の
岡
を
く
づ
す
身
代
」
（
井
原
西
鶴
『
俳
諧
大
句
数
』
第
七
・
六
九

八
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
五
）『
衆
妙
集
』
が
部
類
別
の
編
集
で
あ
る
の
に
対
し
、『
玄
旨
様
御
歌
』
は
「
編

年
体
に
よ
っ
て
編
集
し
た
「
幽
斎
家
集
」
と
考
え
ら
れ
る
」
（
土
田
将
雄
氏

『
細
川
幽
斎
の
研
究
』、
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
）。

（
六
）
大
谷
俊
太
氏
は
「
幽
斎
の
歌
論

―
名
所
な
ら
ぬ
所
の
和
歌
の
詠
み
方

―
」
に
お
い
て
幽
斎
の
名
所
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
見
た
目
以
上
に
深
く
そ
の
景
色
を
味
わ
う
に
は
、
そ
の
土
地
に
蓄
積
さ
れ

た
「
歴
史
」
が
必
要
で
あ
る
。
「
歴
史
」
の
な
い
景
色
に
我
々
は
感
動
で
き

な
い
の
で
あ
る
し
、
そ
の
感
動
を
人
に
伝
え
る
よ
す
が
に
も
乏
し
い
。
本
意

と
実
感
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
存
す
る
こ
と
に
よ
り
い
っ
そ
う
人

の
心
に
深
く
沁
み
込
む
の
で
あ
る
」
（
『
細
川
幽
斎

―
戦
塵
の
中
の
学
芸

―
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。
和
歌
の
場
合
、「
歴
史
」
と
い

う
よ
り
も
「
文
学
的
伝
統
」
と
す
る
の
が
正
確
で
あ
る
よ
う
に
思
う
が
、
本

稿
で
取
り
あ
げ
た
明
石
岡
詠
は
ま
さ
し
く
本
意
と
実
感
の
共
存
を
目
指
そ
う

と
し
た
作
品
と
評
せ
よ
う
。

（
七
）
こ
の
研
究
はJSP

S

科
研
費19K

12491

の
助
成
に
よ
る
。

（
な
か
む
ら

た
け
し
・
神
戸
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）


